
　「念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」で
知
ら
れ
る
詩
人
・
坂
村
真
民
さ
ん
は
、

愛
媛
県
で
高
校
の
教
師
を
し
な
が
ら
詩
作
に
励
み
ま
し
た
。

終つ
い

の
す
み
か
を
砥
部
に
定
め
た
真
民
さ
ん
は
、
こ
の
地
で
詩
境
を

深
め
、
詩
人
と
し
て
の
花
を
開
か
せ
ま
し
た
。

　熊
本
に
生
ま
れ
た
坂
村
真
民
さ
ん
は
、
縁
あ
っ

て
、
昭
和
21
年
、
37
歳
の
時
に
一
家
で
愛
媛
県
三み

瓶か
め
ち
ょ
う
町
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
女
学
校
の
教
師
を
し

な
が
ら
妻
と
幼
い
子
ど
も
３
人
を
抱
え
た
生
活
は

ひ
ど
く
貧
し
く
、
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
家
は
、

蚊
と
ノ
ミ
と
ダ
ニ
、
ナ
メ
ク
ジ
や
ム
カ
デ
に
苦
し

め
ら
れ
る
と
い
う
暮
ら
し
。
そ
ん
な
極
貧
生
活
を

笑
い
飛
ば
す
か
の
よ
う
な
詩
を
詠
む
一
方
で
、
真

実
の
自
己
を
み
つ
け
た
い
と
い
う
人
生
の
悩
み
に

直
面
し
て
い
ま
し
た
。

　や
が
て
転
勤
の
た
め
に
吉
田
へ
居
を
移
し
ま
す
。

40
代
の
真
民
さ
ん
は
人
生
の
真
実
を
つ
か
む
べ
く
、

参
禅
し
た
り
経
典
を
読
ん
だ
り
と
厳
し
い
鍛
錬
の

求
道
の
人
生
か
ら
生
ま
れ
た
詩

Words Resonating with the Heart 
Sakamura Shinmin, a poet known 
for his “If you pray for realization of 
your dream, it will come true,” lived in 
Tobe Town to the end of his life and 
deepened his locally grounded flavor 
of poetry and flowered as a poet. In 
Tobe Town, his memorial hall is built.
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01	 落ち着いた平屋の建物

02	 清らかな空気あふれる展示室

03	 真民さんはタンポポや朴の花を愛した。

記念館には朴の木が植樹されている

心
に
響
く
珠
玉
の
言
葉



真民碑は日本をはじめ世界中に 730 基余りある。写真は百番碑と
開花亭にある朴庵。	真民さんは長い間、朴庵で講話を行った

毎
日
で
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
病
苦
と
の
壮
絶
な

闘
い
が
続
き
ま
し
た
。

　よ
う
や
く
病
が
癒
え
た
と
き
、
真
民
さ
ん
の
心

に
も
春
が
訪
れ
ま
す
。
宇
和
島
に
移
っ
て
か
ら
は
、

一
遍
上
人
の
あ
と
を
継
い
で
、
詩
の
賦ふ

算さ
ん

（
※
1
） 

を

行
う
決
意
を
し
ま
し
た
。

　定
年
を
迎
え
た
真
民
さ
ん
は
、
住
ま
い
を
砥
部
に

移
し
ま
し
た
。
次
第
に
全
国
で
そ
の
名
前
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
生
の
開
花
期
を
迎
え
ま
す
。

砥
部
で
の
生
活
は
、
亡
く
な
る
ま
で
約
40
年
間
に

お
よ
び
、
全
国
に
フ
ァ
ン
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　こ
の
よ
う
な
求
道
の
人
生
か
ら
生
ま
れ
た
真
民

さ
ん
の
詩
は
、
身
近
な
家
族
や
自
然
を
詠
ん
だ
も

の
か
ら
、
人
生
や
人
類
、
宇
宙
の
真
実
に
及
ん
だ

深
遠
な
も
の
ま
で
あ
り
、
苦
し
み
や
悲
し
み
に
沈
ん

で
い
る
人
の
生
き
る
杖
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
き

に
優
し
く
寄
り
添
い
、
と
き
に
厳
し
く
励
ま
し
、
ど

れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
、
真
民
さ
ん
の
詩
を
心
の
支
え

に
し
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　真
民
さ
ん
の
詩
は
表
現
が
や
さ
し
い
の
で
、

小
さ
な
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
に
口
ず
さ
ま

れ
、
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
の
摂

理
や
人
生
の
理
法
を
と
ら
え
て
お
り
、
読
み
手
の

感
応
す
る
心
次
第
で
、
深
く
大
き
く
響
き
わ
た

る
の
も
、
真
民
詩
の
特
筆
す
べ
き
点
で
す
。

※
1 

賦
算
…
お
札
を
配
る
こ
と

坂村真民 プロフィール  明治 42 年（1909）ー平成 18 年（2006）
熊本県玉名郡府本村（現・荒尾市）生まれ。
神 宮 皇 學 館（現・皇學館大学）を卒業
後、熊本で小学校の教員になり、その
後、朝鮮に渡って師範学校の教師にな
る。終戦後、朝鮮から引き揚げて愛媛
県へ。高校の教員として国語を教えて
きた。58歳の時、砥部に移り住み、97
歳で永眠。仏教伝道文化賞、愛媛県功
労賞などを受賞。（P21参照）

清浄な気品に満ちている坂村真民記念館
　のどかな砥部焼の里にある坂村真民記念
館は、東日本大震災の被災者に祈りの言葉
を届けたいと、平成 24 年 3 月 11 日に誕生
しました。建物は木をふんだんに使った温か
な雰囲気で、真民さんの詩の世界を体現し
た清らかで静

せいひつ

謐な空間。展示の中心は真民
さんがみずから筆をとった詩墨作品で、心に
響く詩と丸みを帯びた独特の書をじっくり味
わうことができます。03
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　解
説
書
と
い
う
か
、
説
明
書
と
い
う
か
、
は
た
ま
た
心
象
風
景
ふ
う
に

ま
と
め
た
と
い
お
う
か
、『
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
』
と
し
て
一
冊
を
編
む
に

あ
た
っ
て
坂
村
真
民
さ
ん
の
九
十
七
年
の
人
生
を
各
資
料
か
ら
な
ぞ
っ
て
み
た
。

　一
本
の
道
が
見
え
た
。

　思
考
を
「
道
」
に
ま
で
高
め
る
に
も
、
発
想
あ
る
い
は
き
っ
か
け
が
あ
る

は
ず
で
、
全
て
の
場
合
が
人
生
特
有
の
不
条
理
の
克
復
を
目
指
し
て
い
る
。

不
条
理
を
解
こ
う
と
す
る
時
、
必
ず
や
立
ち
塞
が
る
の
が
言
語
と
の
関
係
で

あ
る
。
言
語
に
よ
っ
て
か
け
ら
れ
た
魔
法
を
、
同
じ
言
語
で
解
こ
う
と
す
る

無
理
に
よ
っ
て
多
く
の
道
づ
く
り
は
途
中
で
放
棄
さ
れ
る
か
、
出
来
上
っ
て
も

陳
腐
な
も
の
と
な
る
。

　奇
跡
的
に
突
破
し
た
ヒ
ト
に
よ
っ
て
何
本
、
何
十
本
か
の
道
が
残
っ
た
。

出
来
、
不
出
来
と
好
悪
は
さ
て
措
き
、
キ
リ
ス
ト
の
道
で
あ
り
、
仏
陀
の
道
で

あ
り
、
世
界
中
の
各
宗
教
の
道
で
あ
る
。

　あ
る
者
は
科
学
に
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
し
、
ま
た
あ
る
者
は
美
の
中
に
探
し
た
。

　こ
こ
に
百
人
の
ヒ
ト
あ
ら
ば
、
百
本
が
出
現
す
る
は
ず
な
の
に
、
道
の
数
は

減
る
。
他
者
の
道
を
な
ぞ
ろ
う
と
す
る
ヒ
ト
の
あ
り
。

　何
故
か
他
者
の
道
を
行
く
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
他
の
道
と
の
対
立
を
生
じ
る
。

　真
民
さ
ん
は
一
本
の
道
を
残
さ
れ
た
。

　今
、
我
々
は
真
民
さ
ん
の
道
を
行
く
の
で
は
な
く
、
得
る
も
の
は
ヒ
ン
ト
に

留
め
、
我
道
を
探
し
進
む
べ
き
で
あ
る
。

　百
人
の
ヒ
ト
が
い
て
、
百
本
の
道
が
で
き
る
。

　千
人
な
ら
千
本
、
万
人
な
ら
万
本
の
道
が
で
き
て
こ
そ
、
地
上
に
絶
対
の

平
和
と
死
を
恐
怖
す
る
こ
と
の
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
生
ま
れ
る
。

　キ
リ
ス
ト
も
仏
陀
も
、
他
の
宗
教
も
、
思
想
哲
学
も
、
そ
し
て
真
民
さ
ん
の

説
く
道
も
、
奥
義
は
全
て
こ
こ
に
収
斂
す
る
。

The Poet Shinmin depicted by Kurogane Hiroshi
Kurogane Hiroshi, one of the leading cartoonists in 
Japan, drew a book of manga as a practical guide about 
Sakamura Shinmin by summarizing it as imagined scenery.

漫画家 黒鉄ヒロシさんがみた真民さん

道
の
道

黒鉄ヒロシ プロフィール
昭和20年（1945）高知県生まれ。代表
作に「新選組」「坂本龍馬」「赤兵衛」
などがある。「千思万考」など著書も
多数。平成 16 年紫綬褒章受章。

黒鉄ヒロシさんが描いた坂村真民さんの漫画
（Ａ5判、72ページ　坂村真民記念館で販売。）
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Town of Folklores 
In the Hirota District, folklores remain. Voice information devices are 
installed throughout the District as a town folklore project allowing locals 
and visitors to hear the tales.

01	 仙波渓谷の東屋に置かれた音声

装置で、仙波にまつわる昔話に

耳を傾ける子どもたち

02	 音声装置は広田地区の 14 カ所

に設置。１台に３話が収められ、

電気を使わず、ハンドルを回し

てお話を聞くエコ仕様

漫画家 黒鉄ヒロシさんがみた真民さん

　そ
し
て
、各
所
に
置
か
れ
た
音
声

装
置
で
は
、冊
子
に
掲
載
さ
れ
た
１
話

２
分
の
民
話
を
、タ
レ
ン
ト
ら
く
さ
ぶ

ろ
う
さ
ん
の
軽
妙
な
語
り
で
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　道
の
駅
ひ
ろ
た
「
峡
の
館
」の
装
置

に
は
全
20
話
が
入
っ
て
お
り
、他
の

装
置
で
は
、そ
の
地
域
に
ち
な
ん
だ

物
語
を
中
心
に
、３
話
ず
つ
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
音
声
装
置
に
電
源
は
あ
り
ま

せ
ん
。ハ
ン
ド
ル
を
20
回
ま
わ
す
と

１
話
が
再
生
さ
れ
る
仕
組
み
で
す
。

　緑
と
水
に
恵
ま
れ
た
広
田
地
区
で
、

自
然
と
と
も
に
生
き
て
き
た
人
々
の

暮
ら
し
ぶ
り
や
思
い
が
込
め
ら
れ
た

民
話
に
、通
り
す
が
り
の
人
が
車

を
止
め
、の
ん
び
り
と
耳
を
傾
け
る

光
景
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　広
田
地
区
に
は
数
多
く
の
民
話
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
を

通
し
て
地
域
住
民
の
ふ
る
さ
と
再
発

見
に
、ま
た
、地
域
の
魅
力
を
外
部
に

発
信
し
て
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
、

平
成
24
年
度
に
「
民
話
の
里
づ
く
り
」

事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　広
田
の
民
話
を
収
め
た
冊
子
『
民
話

の
里

　ひ
ろ
た
物
語
』は
平
成
25
年

1
月
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。地
区
の

主
な
民
話
20
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、14
カ
所
に
設
置
さ
れ
た
音
声

装
置
が
一
目
で
分
か
る
「
ひ
ろ
た
の

民
話
地
図
」、地
区
に
９
つ
あ
る
集
落

が
先
祖
代
々
大
切
に
守
っ
て
き
た
光
景

や
文
化
財
な
ど
か
ら
、た
っ
た
一
つ
を

選
ん
だ
「
お
宝
自
慢
」も
掲
載
。手
軽

な
ハ
ン
デ
ィ
タ
イ
プ
の
１
冊
は
、広
田

め
ぐ
り
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
役
割
も

果
た
し
て
い
ま
す
。

物
語
に
込
め
ら
れ
た
昔
の
暮
ら
し
と
心
模
様

co
lu

mn

民 話 の 世
界 を 活 字
で 味 わ う

　冊子『民話の里　ひろた物語』
には音声装置と同じお話が収め
られていますが、民話の世界をよ
り深く味わうための注釈が付いて
います。砥部町役場、同広田支所、
道の駅ひろた「峡の館」、文化会館
などで販売（１冊200円）。
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